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2018（平成30）年度は、こんなことを計画しています！ 
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「宇和島市人権に関する市民意識調査」について 

ケーブルテレビさんの協力のもと、放送予定です。

啓発ビデオメッセージを制作します。宇和島
市内小中学校（1校だけ）の児童生徒が人権

旧1市3町それぞれで、様々な人権問題につい

どの「人権の集い」を実施しています。是非お

8月21日（火）午後、コスモス

れることをお聞かせいただき、今後の人権に関する取組を充実
させるために行うものです。これまで、平成19、24年度に行っ

ており、平成29年度に３回目の調査を行いました。無作為抽出
法（くじ引きの要領で選ぶ方法）で2,000人を選び、調査票を
お送りさせていただきました。皆さんからいただいた回答を
集計し、平成30年3月に報告書ができました。ご協力いただい
た皆さん、誠にありがとうございました。報告書は学校や公民
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人権関係の法律はたくさんあり、近年だけでも以下のように成立・施行されています。「法整備
じんけんかんけい ほうりつ きんねん い か せいりつ し こ う ほう せ い び

が必要」ということは「人権課題が社会にある」ということの裏返しといえるのです。 
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●同和問題（部落差別）とは？ 
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ふ せ い こ せ き じゅうみんひょう しゅとく さ べ つ じ け ん お

けでなく、インターネット上の人権侵害や差別をあおる行為は増え、悪質化しています。差別や偏見
じょう じんけんしんがい さ べ つ こ う い ふ あくしつ か さ べ つ へんけん

に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。
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年
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法律名
ほうりつめい

2013（平成25）年
へいせい ねん

「いじめ防止対策推進法」成立
ぼ う し たいさくすいしんほう せいりつ

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（ 障害者差別
しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん ほうりつ しょうがいしゃ さ べ つ

解消法）成立（2016年施行） 
かいしょうほう せいりつ ねん し こ う

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」成立（2014年施行）
こ ひんこんたいさく すいしん かん ほうりつ せいりつ

2014（平成26）年
へいせい ねん

「過労死等防止対策推進法」成立・施行
か ろ う し とう ぼ う し たいさくすいしんほう せいりつ し こ う

2016（平成28）年
へいせい ねん ほんぽうがいしゅっしんしゃ たい ふ と う さ べ つ てき げんどう かいしょう む とりくみ

推進に関する法律」（ヘイトスピーチ対策法）成立・施行
すいしん かん ほうりつ たいさくほう せいりつ し こ う

ぶ ら く さ べ つ かいしょう すいしん かん ほうりつ ぶ ら く さ べ つかいしょうすいしんほう せいりつ

施行
し こ う

きんねん じんけんかんけい ほうりつ

近年“人権関係の法律”ができています

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の

「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）成立・

解説　「部落差別の解消の推進に関する法律」について 

●なぜ今、部落差別解消推進法ができたの？　　　　　　　　　　　 

差別により、国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的
に低位の状況を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けてい

残念ながら、今なお、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別
文書が送付されたり、家・土地を購入する際や、結婚・就職の際
に、不正に戸籍や住民票を取得する差別事件が起きています。それだ

　日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階級構造に基づく

法律のポイント
ほうりつ

部落差別は許されない（社会悪）とした
ぶらく さ べ つ ゆる しゃかいあく

時限立法ではなく恒久法
じげんりっぽう こうきゅうほう

国及び地方公共団体の責務を明文化
くにおよ ち ほ うこうきょうだんたい せ き む めいぶ ん か

　この法律の具現化が大切
ほうりつ ぐ げん か たいせつ

「差別しないから、私には関係ない」じゃない　　
さべつ わたし かんけい

あなたは、差別のある社会を許しますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
さべつ しゃかい ゆる

差別のない社会を求めますか？
さべつ しゃかい もと

ぶ ら く さ べ つ かいしょう すいしん かん ほうりつ

平成28年12月16日 法律第109号
へいせい ねん がつ にち ほうりつだい ごう

（目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
もくてき

第一条 　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に
だいいちじょう ほうりつ げんざい ぶ ら く さ べ つ そんざい じょうほう か しんてん ともな ぶ ら く さ べ つ

かん じょうきょう へ ん か しょう ふ すべ こくみん き ほ んてきじんけん きょうゆう ほしょう に ほ ん こく

けんぽう り ね ん ぶ ら く さ べ つ ゆる にんしき もと かいしょう

じゅうよう か だ い かんが ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん き ほ ん り ね ん さだ なら くにおよび ちほうこうきょう

だんたい せ き む あきら そうだんたいせい じゅうじつとう さだ ぶ ら く さ べ つ

解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 
かいしょう すいしん ぶ ら く さ べ つ しゃかい じつげん もくてき

（基本理念）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
き ほ ん り ね ん

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのな
だい にじょう ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん し さ く すべ こくみん ひと き ほ んてきじんけん きょうゆう

こ じ ん そんちょう り ね ん ぶ ら く さ べ つ かいしょう ひつようせい たい こくみん

ひ と り ひ と り り か い ふか つと ぶ ら く さ べ つ しゃかい じつげん むね

行わなければならない。 
おこな

（国及び地方公共団体の責務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
くにおよ ち ほ う こうきょうだんたい せ き む

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方
だいさんじょう くに ぜんじょう き ほ ん り ね ん ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん し さ く こう ち ほ う

こうきょうだんたい こう ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん し さ く すいしん ひつよう じょうほう ていきょう し ど う およ じょげん

を行う責務を有する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おこな せ き む ゆう

２　
ちほうこうきょうだんたい ぜんじょう き ほ ん り ね ん ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん くに てきせつ やくわりぶんたん

ふ くにおよび た ちほうこうきょうだんたい れんけい はか ち い き じつじょう おう し さ く こう

よう努めるものとする。 
つと

（相談体制の充実）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
そうだんたいせい じゅうじつ

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。　　　　　　　
だいよんじょう くに ぶ ら く さ べ つ かん そうだん てきかく おう たいせい じゅうじつ はか

２　地方 公共 団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関す
ち ほ う こうきょうだんたい くに てきせつ やくわりぶんたん ふ ち い き じつじょう おう ぶ ら く さ べ つ かん

る相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 
そうだん てきかく おう たいせい じゅうじつ はか つと

（教育及び啓発）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
きょういくおよ けいはつ

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。　　　　　　　
だい ごじょう くに ぶ ら く さ べ つ かいしょう ひつよう きょういくおよ けいはつ おこな

２　
ちほうこうきょうだんたい くに てきせつ やくわりぶんたん ふ ち い き じつじょう おう ぶ ら く さ べ つ かいしょう

するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 
ひつよう きょういくおよ けいはつ おこな つと

（部落差別の実態に係る調査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ぶ ら く さ べ つ じったい かか ちょうさ

だいろくじょう くに ぶ ら く さ べ つ かいしょう かん し さ く じ っ し し ち ほ う こうきょうだんたい きょうりょく え

部落差別の実態に係る調査を行うものとする。 
ぶ ら く さ べ つ じったい かか ちょうさ おこな

「部落差別の解消の推進に関する法律」 

関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の共有を保障する日本国
憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが
重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共
団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の

い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民
一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、

第六条　国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、

地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担

公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずる

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消
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